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露

伴
文
学

に
お
け

る
華

厳
思
想

に

つ
い
て

一

露

伴

が
仏
教

と
ど

の
よ
う

に
し

て
接

触

し
、
又

仏
教

経
典

や
仏

陀
を

見

て

い
た
か

は
、
そ

れ

だ
け

で

一
の
大

き
な
論

を

な
す

問
題

で
あ

る
が
、
本

論

で

は
、
仏
教

の
重
要

な

一
部
門

で
あ
る

華
厳
思

想

が
、
彼

の
文
学

に
ど

ん
な

ふ
う

に
溶

け

こ
ん

で

い
る
か
を

考
え

て

み
た

い
。

そ

の
前

に
や

は
り

少

し
彼

の
仏

教
観

に
触

れ

て
お

く
必
要

が
あ
る
。

早

い
と

こ
ろ

で
、

明
治

廿
三
年

元
月

雑

誌

「
都

の
花

」

に

の

っ
た

「
毒

朱

唇
」

が
露

伴

の
仏
教

観

と
し

て
注

目
さ

れ
る
。

こ

の
作

品

の
荒
筋

は
次

の
よ

う

で
あ

る
。

赤
城

山

に
籠

っ
た
さ

る
色
気

の
な

い
大

年
増

を

、
劇

軽

な
男

が
次

第

に
よ

っ
て
は
、
自

分

の
細
君

に

で
も
し

て

や
ろ
う

と
女

を
尋

ね

る
と
、
女

は
男

の
持
参

し

て
き

た
酒
を
飲

み
、

お
釈
迦

さ
ま

相
手

の
恋

の
仔

細
を

語

り
、
最

後

に
女

か
ら
男

が

一
喝

を
く

わ
さ

れ

て
退

散
し

た
と

い
う

話

で
あ

る
。

そ

の
中

の
文

の

一
二

を
あ

げ

て
み
よ

う
。

「
は
て
無
粋
な
お
方
や
、
世
の
中
に
心
の
美
く
し
う
酒
落
れ
た
は
、
歌
人
と
極

っ
で

あ
る
事
、
歌
人
に
惣
れ
ぬ
女
は
人
形
喰
ひ
と
て
是
雌
犬
同
様
、
我
は
自
然
と
仏

一
代
の

御
所
行
聞
き
お
ぼ
え
て
、
籾
も
世
界
の
大
歌
人
、
天
晴
美
し
い
方
様
、
た
の
も
し
い
男
、

粋
な
お
人
、
実
の
あ
る
お
方
、
今
若
し
ご
ざ
ら
ば
少
し
甘
え
て
も
見
た
く
、
可
愛
が
ら

瀬

里

広

明

れ
て
も

見
た

い
殿
御

と
思

ひ
そ
め
た
が
無

理

で
ご
ざ
ん
す
か
、
と

い
ふ
」

「
成
程
御

一

代

の
歌

は
哲
学

の
参

考
位
に
は
な
る
か
知
ら
ね
ど
、
浮
世
の
男
女
に
大
熱

々
の
お
釈
迦

様

が
冷
々
淡
々
唯
真
理

を
味
は
ふ
哲
学
者
な
ら
、
阿
含

の
子
守
歌
歌
ふ
て
居
る

べ
き

に
ー

あ
ら
ず

、
畢
血見
大
乗
非
仏

説
勝
を
得
た
ら
ば
不
完
全
な
宗
教
製
造
屋
と
云
は
る

・
か
知

ら
ね
ど
、
哲
学
者

と
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、魚
屋

に

『も

・
ん
ぢ
い
』

の
注
文
な
る

べ
し
、

さ
れ
ば
宗
教
家

で
も
哲

学
者

で
も
な
し
、
宗

教
家
哲
学
者
と
し

て
は
あ
り
難
か
ら
ず

と

実

は
思

へ
ど
、
妾

の
恋

ひ
焦
る

・
は
全
く
歌
人
ぢ

ゃ
と
思
ふ
か
ら

の
事

レ

と

い
う

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

.
こ

こ

で
重

要

な

こ

と

は
露

伴

が

釈

迦

を

宗

教

家

哲

学

者

と

見

ず

、

詩

人

と

見

て

い

る

こ
と

で

あ

る
。

こ

れ

は

ヨ
ー

ロ

ッ

パ

近

代

文

学

で

の
例

を

い

え

ば

、

オ

ス

カ

・
ワ

イ

ル
ド

が

「
獄
中

記

」

で
基

督

を

詩

人

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

に

符

節

を

合

わ

せ

る

よ

う

な

と

こ

ろ

が

あ

る

。

こ

の
大

年

増

は

露

伴

の
分

身

と

も

見

ら

る

べ

き

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の
大

年

増

の
仏

教

観

は

露

伴

の
仏

教

観

と

見

て

よ

い
と

思

う

。

勿

論

露

伴

の
仏

教

観

は

こ

れ

だ

け

で
尽

き

る

も

の

で

は

な

い

が

、

基

本

的

に

は

釈

迦

を

人

間

と

見

、

元
切

経

は

釈

迦

の
歌

と

見

る

と

い
う

露

伴

の
詩

人

的

仏

教

観

は

、

後

年

に

お

い

て

も

変

わ

っ

て

い
な

い
か

ら

そ

う

い

っ
て

よ

か

ろ

う

か

と

思

う

。
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露

伴

の
こ

の
よ
う

な
仏

教
観

は
颯

爽

と
し

て

い
て
現
代

に

つ
な

が
る
も

の
を

持

っ
て

い
る
。

と

い
う

の
は
、

近
時

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
基
督
教

神
学

界

に
お
け

る

ブ

ル
ト

マ
ン
に
よ

る
聖
書

の
非

神
話

化

の
問

題

か
ら
見

て
、
興

味
深

い
も

の
が
あ

る

か
ら

で
あ

る
。
聖

書

に
あ

る
種

々
の
奇

蹟

な
ど

は
、

近
代

人

の
合
理

主
義

と
矛
盾

す

る
と

こ

ろ
が
多

く
、

こ
れ

ら
を
合

理
的

に

処

理

し
よ

う

と
す

る

の
が

ブ

ル
ト

マ
ン
の
主

張

で
あ

る
。

こ

れ
に
対
し

て

バ

ル
ト

や
ヤ

ス
パ
ー

ス
な

ど

の
反
対

も

あ
る

が
、
時

代

の
趨
勢

は
非

神
話

化

の
方
向

に
あ

る
と

考
え

ら

れ
る
。

戦
後

我

が
国

に
お

け
る
哲

学
者

田
辺

の

「
キ

リ

ス
ト
教

の
弁

証
」

も

だ

い
た

い
の
と

こ
ろ

、

こ

の
ブ

ル
ト

マ
ン

の
線

に
沿

っ
た
も

の
と

見

ら
れ

る
。

仏

教

に

お

い
て
非
神

話

化

の
問

題

が
、
基
督
教

神
学

界

に

お
け

る
ほ

ど
、

深
刻

な

問
題

と

な
ら

な

い
の
は
な

ぜ

で
あ
る

か
。

そ

れ

は
仏
教

に

お

い
て

は
禅

に
よ

る
非

神

話
化

が
徹

底

的

に
遂

行

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

例

え

ば
、

「
三

乗
十

二
分

経

は
、
皆

是

れ
不

浄
を

拭

ふ

の
故

紙
な

り
」

(臨

済
録

)

「
経

は
是

れ
文

字

紙
墨

の

み
、
文
字

紙

墨
は

惟
空

な

り
、
何

れ

の

処

に
か
霊

験

あ

ら
ん
」

(
頓
悟
要

門

)

「
仏

に
逢

う

て
は
仏

を
殺

し

、
祖

に
逢

ふ

て
は
祖

を
殺

し

、

羅
漢

に
逢

ふ

て
は
羅
漢

を
殺

し

、
父

母

に
逢

ふ

て

は
父
母

を
殺

し

、
親

春
に
逢

ふ

て
は
親
春

を
殺

し

て
、
始

め
て
解

脱
を

得

ん
。

物

と

拘
ら

ず
、
透

脱

自

在
な

り
」

(
臨
済

録

)

の
よ
う

な

の
は
、

徹

底

し

た
非

神

話
化

の
道

で
あ

っ
て
、
禅

が
近
代

科
学

と
結

び

つ
く
要

素

は

こ
う
し

た
面

に
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。
禅

体
験

に
裏

づ

け
ら

れ
た

西
田

哲

学

が
近
代

科

学

と
結

び

つ

い
て
矛
盾

を
感

じ
な

か

っ
た

の
も

こ
う
し

た

と

こ
ろ

か
ら
理

解

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

露
伴

は
早
く

か

ら
禅

録

に
親

し

み
、

そ

の
十
六

歳

か
ら

二
十
歳
頃

ま

で

の
も

の
と

推
定

さ

れ
て

い
る
漢

詩
集

「
幽

玄
洞

雑

筆
」

に

は
す

で
に
詩
禅

一
致

の
境
地

が

で
て

い
る
。

彼

の
風

流
思
想

は

こ

の
詩
禅

一
致

か

ら
来

て

い
る
。

そ

の
基
底

に
あ

る
も

の
は
般
若

空
観

で
あ
る
。

詩

は
こ

の
空

か
ら

「
性
起
」

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
空
体

験

に
よ

っ
て

さ
き

の
臨

済

の

こ
と

ば

な
ど

を
把

握
し
な

い
と
甚

だ
危

険

な
も

の
を

孕
む

こ
と

に
な
る
。

「
景

徳
伝

燈

録

」
を
読

む
と

、古
来

の
多

く

の

一
流

の
禅
者

が
儒
教

の
経
典

を

よ
く
研

究
し

て

い
る

の
が
見

ら
れ

る
。

こ
れ

は

い
か
に
禅

が
透

脱

自
在

と

い

っ
て
も

日
常

性

を
離

れ

て
は
、
真

に
生

き

た
宗
教

と
し

て
と

ら
え

が

た

い
も

の
が
あ

る

か
ら

に
他

な

ら
な

い
。

特

に
禅

の
巨
録

た

る

「
五

燈
会

'
元
」

に
あ

る
道

林
禅
師

と

白
楽

天

の
問

答
な

ど

こ
の
間

の
消
息

を
遺

憾
な

く
語

っ
て

い
る
。

白
楽

天

は
道
林
禅

師

と

い
ろ

い
ろ
問
答

し
た
末

、
仏

法

の
大
意

は
何

で
あ
る

か
と
問

う

た
。

禅
師

は

「
諸
悪

莫
作

、
衆
善

奉
行

」

と
考
え

て
い
る
。
白

楽

天
は

そ

の
よ
う
な

こ
と

は
三
歳

の
弦

児
も
知

っ
て

い

る

で
は
な

い
か

と

い

つ
と
、
禅

師

は
三
歳

の
核

児
も

知

る
と

い
え

ど
も

、

八

十

の
老

人
も
そ

れ
を

行

ひ
尽
く

す
こ

と
は

で
き
な

い
と
答

え

て

い
る
。

こ

の
場
合

の
禅
師

と
白

楽
天

と

は
次
元

を
異

に
し

て

い
る

。
(
そ

の
後

白

楽

天

は
禅

を
学

び
禅
師

の

こ
と

ば
を
悟

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

)

禅

師

の
立
場

は
般

若
空

観

か
ら

の
も

の

で

そ
っ
て
、
白
楽

天

の
は

日
常

的

な
儒

教

の
実

践

の
立
場

で
あ

っ
た
。
仏
教

は
儒

教

と
な
ら

ず
、

儒
教

は

仏
教

と

な
ら

な

い
こ

と
は
論

な

い
と

こ

ろ
で
あ

る
が

、
両
教

の
志
向

し

て

い
る
と

こ

ろ
が
人

間

の
生

き

て

い
く
道

で
あ
る

こ
と

は
同

じ

で
あ

る
。
仏

教

と
儒
教

が
相

反

撰
す

る

こ
と
な
く

、
同

じ
く
道

の
円
成

に

つ
と

む

べ
き

こ
と

で
あ
る

と

い
う
点

に
お

い
て
、

こ

の
問
答
劇

は
極

め

て
示
唆

深

い
も

の
が
あ

る
。

露

伴

の
結
局

落
ち

つ
い
た
と

こ
ろ

は
儒

教

で
あ

っ
た
け

れ

ど

仏

教

、
・道
教

、
儒

教

、
基

督
教

は
古
代

の
賢
人

の
教

で
あ

っ
て
、
近

代
人

の
道

と
し

て
も
大

い
に
生

か
す

べ
き

と
こ

ろ
が
あ

る
か

ら
学

ば
ね
ば

な

ら

一39一



な

い
と

い
う

の
で
あ

る
。

そ

の
教

の
中

で

一
番

日
常

的

な
も

の
に
近

い
の

が
儒

教

で
あ

っ
た

の
で
、
そ

れ

に
傾

到

し

た

の
で
あ

る
。

道

は
こ

の
日
常

的
現

実

の
中

に
あ

る

の
で
あ

っ
て
、

孔
子

は
徹

底

し

て

こ

の
道

を
歩

ん

で

い

っ
た

の

で
あ

る
。
魯

迅

は
孔

子
を

封
建
主

義

の
巨
塊

と
し

て
、

こ
れ
を

憎

ん
だ

が
、
そ

れ

は
時

代

の
色

に
染

ま

っ
た
孔

子

で
あ

っ
て
、

孔
子

そ

の
人

で
は
な

い
。
露

伴

晩
年

の
儒
教

文
学

の
傑

作

で
あ
る

「
悦
楽
」

「
一
貫
章
義

」

に
は
詩

人
孔

子

が
面

目
躍
如

と

し

て
描

か
れ

て

い
る
。

露
伴

は
釈

迦
を

詩
人

と

み
た

が
、
孔

子
も
詩

人

と

し

て

い
る
。

真

の
道

に
達

す

れ
ば

そ

れ
は
詩

に
な

る

の
で
あ

る
。
フ
ラ

ン
ス

の
シ

モ
ー

ン
.

ウ

エ
ー

ル

が
「
労
働

者

の
必
要

と

す
る

の
は

、

パ
ン

で
な
く

て
詩

で
あ

る
」

と

い
う

そ

の

「
詩
」

の
意
味

も

こ
こ

に
基

か
ね

ば
な
ら

ぬ

と
思
う

。
露

伴

文
学

の
根

源

に
は
般

若
空

観

が
あ

る
。

し

か
し
そ

れ

は
仏
教

哲
学

な

ど
に

よ

っ
て
観

念
化

さ

れ

た
も

の

で
は
な
く

根
源

的
な
意

味

に

お

い
て

「
詩
」

な

の
で
あ

る
。

彼

が
華

厳

経
に
対

し
た

と
き

も
、

そ

れ
は
宗

教
経

典

と
し

て
よ

り

は
人
間

精
神

の

一
大
叙

事
詩

と

し

て
読
ん

だ

の
で
あ

る
。

二

 

大

乗
経
典

の
中

で
も

、
露
伴

が
好

ん

で
読

ん

だ

の
は
華
厳

と
法

華

で
あ

る
。
露

伴

の
門

下

で
あ

る
漆

山

が
露

伴

の
家

を
訪

ね

て

い
く
と

、
華

厳
経

の
語

句

の
カ
ー

ド
を
作

っ
て

い
る

の
を
よ

く
見

か
け

た

こ
と

が
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

次

の
引

用
文

は
露

伴
最

晩
年

に

、
恐

ら
く

小
林

栄
子

(
小

林

一
郎

夫

人

)

に
与

え

た
色

紙
と
察

せ

ら

れ
る
も

の
だ
が

、
栄

子

の

「
露

伴
清

話
」
の
最
初

に
、

コ

微

塵
中

有

一
経
巻

大

如

三
千
大

千

世
界

尽

記

三
千

大
千

世
界

事
等

華
厳

経
此
語

可
喜
露

道

人
」

と

で

て

い
る
。

又

若

い
時
代

の
俳

句

に

「
目

の
皮

の
華
厳

に
た

る
む

日
永

か

な
」

が
あ

る
。

こ
れ

ら
に
よ

っ
て
早

く

か
ら
彼

が
華

厳

に
深
く

心
を

潜
め

て

い
た
こ

と
が

分

か

る
。

世

に
こ

の
経
典

は
釈
迦

が
成

道
正

覚

の
後

に
説

い
た
も

の
だ

か
ら

、
弟

子
達

は
何

の
こ
と

や
ち

さ

っ
ぱ
り
分

か

ら
な

か

っ
た
と

い
わ
れ

て

い
る
。

し

か
し

こ
れ

は
伝
説

で
あ

っ
て
、
釈

迦

の

い

っ
た

こ
と
は
阿
含

と
方

等

の

中

に
少

し
あ

る

だ
け

で
、
あ

と

の
多

く

の
経

は
何

百
年

の
間

に
多

く

の
人

か
ら
説

き

つ
づ
け

ら

れ
て

い
る
う

ち
に

で
き

た
も

の
で
、
華

厳
経

も

そ

の

例

に
洩

れ
ず

、
釈
迦

の
説

法

そ

の
ま

ま

の
も

の
で

は
な

い
と
露

伴

は

い
っ

て

い
る
。

し

か
し

な

が
ら

こ
の
経

の
中
心

は
釈

迦

の
正

覚

で
あ

っ
て

、
そ

の
内
容

を
描
写

し

た
も

の

で
あ
る

か
ら

、

一
切

経

が
釈
迦

の
歌

で
あ

る
と

い
う
露
伴

の
こ
と

ば
と

矛
盾

す

る
も

の
で
は
な

い
。

釈

迦

の
正
覚

な

く
し

て

一
切

の
経
典

は
存
在

し
得

な

い
の

で
あ
る
。

一
体

い

つ
頃

か
ら
露
伴

は
華
厳
経

に
接

し

た
か
。

北

海
道
時

代
ず

い
ぶ

ん
と
仏

経
を
読

ん

で

い
る

か
ら
、

そ

の
頃

に
お

お
よ

そ

の
通
読

が
な

さ
れ

た
も

の
と
思

わ

れ
る

が
、
彼

が
華
厳

思
想

的
な

も

の
に
接
し

た

の
は
、

そ

れ
よ

り
ず

っ
と
早

い
時

期

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
彼

が
少

年
時
代

菊

池
松

軒

に

つ
い
て
朱

子
学

を
学

ん

だ
頃

で
あ
る
。

朱

子

に
よ

っ
て
大

成

さ
れ

た
宋

学

は
仏
教

や
道

教

と
接
触

し
て

、
孔

子

の
教

え

ら
し

か
ら

ぬ
哲
学

的
思

索
的

な
も

の
と

な

っ
た
。

宋
学

と
仏

教

と

の
接
触

で
先

ず
第

一
に
あ
ぐ

べ
き

は
唐
代

か
ら
形

成

せ
ら

れ
て
き

た
華

厳

思

想

で
あ
る
。

そ

し

て
ま
た

こ

の
思

想

は
禅

思

想
形
成

に
も
大

き

な
役
割

を

演
じ

る

の
で
あ

る
。

華
厳

に
は

澄
観

以
来
四

種
法

界
観

が
説

か

れ
て

い
る
。

一
心
を

基
と

し

て
成

ず

る

一
心

法
界

に

つ
き
次

の
四

種

の
観
方

を
す

る

の
で
あ
る
。
一
、事

法

界

個

々
の
事
物

が
対

立
し

た
ま

ま
相
依

相
関

し

て
差

別
あ

る
世

界
。
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二
、

理
法

界

こ

の
差

別

の
事
法

は

一
々
対

立
し

て

い
る

が
、
体
法

は
平

等

一
如

で
あ

る
世

界
。

三

、
理
事
無

凝

法
界

理

と
事

が
相

即
相

入
し

て

円
融
無

磯
な

る
世
界

。

四

、
事

々
無

凝

法
界

理

と
事

、
事

と
事

が
相
即

相

入

し

て

二
即

二
切

、

一
切

即

一
と
な

る
円

融
無

礎

の
世

界

、

こ

の
第
四

が
華

厳
円
教

の
説
く
究

極

の
世

界

で
あ
る
。

朱
子

は
青

年
時

代
大

慧
禅

に
接

し
、
李

通
玄

の
華

厳
合

論

な
ど
を

読

ん

で

い
る
が
、

彼

が
華
厳

思
想

か

ら
学

ん

だ

の
は
第
三

の
理

事
無

磯
法

界

で

あ

っ
た
。

彼

は
大

慧
禅

に

ひ
か
れ
事

々
無

磯
法

界
を

了
解

し
な

が

ら
も
不

思
善

、
不

思

悪

の
思
想

か

ら
は
、

彼

の
学
問

に
お

け

る
理

の
思
想

が
な

く

な

っ
て
、
そ

の
理
気

二
元
論

を
危

く
す

る

こ
と

に
な

り
、
礼
教

と

し

て
の

儒

教

の
立

場

か
ら

し

て
も

許

さ
れ
な

い
こ
と

を
考

え
た

の

で
あ

る
。

露
伴

が
少
年

時
代

学

ん
だ
朱

子
学

は

こ

の
よ
う
な

性
格

を
持

っ
た
も

の

で
あ

っ
た
。

露
伴

は
青
年

時
代

、
見

性

の
た

め
人

跡
な
き

深
山

の
笹
小

屋

で
、
徹

夜

の
坐
禅

を

や

っ
た

こ
と
も

あ

っ
た
。

そ
し

て
結

局
悟

っ
た
こ
と

は

「
色

不

異
空

な

れ
ば
、

つ
ま

り
親

は
親
友

達

は
友
達

、

そ

れ
ゐ
＼

柳
は

み
ど

り
花

は
紅

な

る
が
故

、
我

れ
犬

に
生

れ

た
ら
む

に
は

四

ッ
這

な

る

べ

し
。

人

に
生

れ

て
今

日
人

の
道

を
行

は
ね

ば
な

ら
ず

、
泣

く
も
道

理

、
笑

ふ
も
道

理

、
矢

張

り
常

の
人

の
如
く

茶
を

喫
し
飯

も
食

ひ
、
月

を
賞

し
花

を
愛

し

…
…

」

(
般
若

心

経
第

二
義

注

)

と

い
う

日
常

的
倫

理

の
世
界

で

あ

っ
た
。

し

か
し

こ
れ
は
色

不
異
空

、
空
不

異
色

を
通

過
し

た
も

の
で
あ

る

か
ら
単

な

る
常

識

の
立
場

で
は
な

い
。

こ
う

し
て
得

た
露

伴

の
理

は
朱

子

が
体

験
的

に
得

た
理

と

一
味
通

じ

る
ど

こ
ろ
が
あ

る
。

禅

は
思

想

的

に
は

華
厳

の
事

々
無

礎

の
世

界

に
立

つ
の
で
あ

る

が
、
露

伴

は
そ

こ
を

了
解

し
な

が
ら
理

事
無

凝

の
理

の
立

場

に
立

っ
た

の
で
あ
る
。

こ

こ
に
少

年
時
代

露

伴

に
与

え
た
朱

子
学

の
影

響

を
思

わ
ざ
る
を
得
な

い
。

露

伴

晩
年

の
儒
教

文
学

の
傑
作

で
あ
る

「
悦
楽

」
に

お

い
て
も

や
は

り

こ

の
理

の
立

場
を

と

っ
て

い
る
。

「
喫

茶

喫

飯

底

を
離

れ
て
特

異
霊
妙

の

一

物

あ

る

に
あ
ら
ず

、
全

く
耕

す
時

は
耕
す

上

に
其

の
正
当

の
と

こ
ろ
を

為

し

、

漁
る
時

は
漁

る
上

に
其

の
正
当

の
と

こ
ろ
を
為

し
、
陶

器

つ
ぐ

る
時

も
、
時

を
逐

ひ
て
利
を

求
む

る
時
も

、
全

く
其

の
時

其

の
事

の
上

に

、
正

当

に
し

て
過

つ
無

き

と
こ
ろ

を
為

し
、
富

貴

に
し
て

は
富
貴

、
貧

賎

に
し

て
は
貧

賎

、
朝

に
立

っ
て
志

を
得

る
に
し

て
も

野

に
退

き

て
身

を
保

つ
に

し

て
も

、
常

に
正

当

の
と

こ
ろ
を
為

す
も

の
、

即
是
道

に
し
て

、
此

の
道

を

講

明
知
得

す

る
も

の
、
即

是
学
」

(傍
点
引
用
者
)
と
。

さ

き
に

私

が
引

用

し

た

「
般

若
心

経
第

二
義

注
」

の
文
も

、

「喫

茶

喫
飯

底

を
離

れ

て
特

異

霊
妙

の

一
物
あ

る

に
あ

ら
ず
」

で
あ

る
。

こ
こ

に
理
と
事

の
相

即

相
入

の
思
想

が
あ
る
。

す

な
わ
ち
露

伴
的

に
消
化

さ

れ
た
理

事
無

磯

が
あ

る
。

天
衣

義
懐

の
垂

示

に

「
百

骸
倶

に
潰
散

し

て
、

一
物

鎮
長

に
霊

な

り
。

百

骸

は
潰
散

し

て
皆

土
に
帰

す
。

一
物

の
長

へ
に
霊

な
る
甚

の
処

に

か
安

ん
ず

べ
き
」

と
あ

る

が
、

こ
れ

は
死

ん

だ
ら

ど
こ

に
行

く

か
と

い
う

て
と

で
あ

る
。

「
百
骸

一
物

、

一
物
百
骸

」

で
あ
る
。

百
骸

を
離

れ
ぞ

一
物

な

く

、
一
物

を

離

れ
て
百

骸
は

な

い
。
身

心

一
如

で
あ
る
。

露
伴

の
文
を
以

て
す

れ
ば

、

「
喫

茶
喫
飯
底

を
離

れ

て
特
異
霊

妙

の

一
物

あ

る
に
あ
ら
ず

」

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
道

は
.日
常

底

に
あ

り
、
生

死

の
大

事

も

日
常

底

に
あ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
両

者

の
こ
と

ば
は
華

厳
思
想

の
、

「
無

量

劫

が

一
念

で
あ

り
、

一
念

が
無

量
劫

で
あ

り
」

「
一
方

が
無

量
方

で
あ

・
、
無

量
方

が

一
方

で
あ
る
」
と

い
う

こ
と

を
日
常
化

し

た
も

の
と

い
え

よ
う
。

禅

が
華
厳

の
玄
妙

な
思

想
を

日
常
底

の
も

の
に
し

た
こ
と

は
中
国

人

の

世
界

思
想
史

上

の

一
大

貢

献

で
あ
ろ
う
。

し

か
し
禅

の
立

場

は
日
常

生
活

に
お

け
る
事

々
無

礎

の
立
場

で
、
具
体
的

な
生

活
行

動

に

つ
い
て

の

一
々

'

一41一



の
理

に

つ

い
て
教
え

る
も

の
で
は
な

い
。

「
不

思
善

、
不

思
悪

、
非

想

、

非

々
想

」

な

ど
が

や
は

り
究
極

の
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
そ

れ
と

し

て
意

義

も

あ

り
価

値

も

あ
る

こ
と

で
あ

ろ
う

が
、
現

実

に
お

け

る
理

の
世
界

を

捨

て
て

は
、
国
家

や
社
会

の
生
活

は
な

り
た

た
な

い
。
露

伴

が
理

の
立

場

を

捨

て

な
か

っ
た

の
は
、
朱
子

学

の
影

響

は

勿

論

更

に

科

学

時

代

に

お

け

る
近
代

人

と
し

て

の
彼

の
面
目

も
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
な

が
ら

近
代

科
学

は
対

象
論

的
理

の
追

求

に
あ

っ
た
。

こ
う

し

た
近

代
科

学

が
華
厳
的

に

い
え
ば
事

々
無

磯

の
思
想

を
無

視

し

て
き

た
と

こ
ろ

に
近
代

科
学

の
危

機

が

で
て

き
た

の
で
あ

る
。

す
な

わ

ち
そ

れ
は

理
と
事

を
対

立

さ

せ

て
科
学

的
理

の
奥

に

あ
る
事

々
無

凝

を
見

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

華

厳
思

想
を

く
ぐ

っ
て
き

た
露
伴

や
朱

子

の
い
う
理

と
近

代

科
学

の
理

と
通

じ

る
と

こ
ろ
も

あ

る

が
は

っ
き

り
し

た
区

別

も

あ
る

の

で
あ

る
。

鈴

木
大

拙

氏

が

「
原
子

爆

弾

の
落
下

し

て
来

る

鱒
隙

は

、
実

に
華

厳

の
訣

け

て

い

る

人
間

の
心

そ

の
も

の

の
中

に
見
出

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

」

(
現
代

に
於

け

る
華
厳

思
想

の
意

義

)

と

い

っ
て

い
る

の
は

華
厳
思

想

を
知

ら

な

い
科

学

の
二
元

的
対

立

観
を

的
確

に
指

摘
し

て

い
る

の

で
あ
る
。

今

日

の

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の

「
存

在
」

思
想

か

ら

の
科

学
批

判

も
華

厳
思

想

か
ら

み
て

興

味
深

い
も

の
が
あ

る
。

澄
観

以
来

の
四

種
法

界

観

に
お

い
て

、
事

々
無
磯

法
界

観

が
華

厳
円
教

究

極

の
も

の
と
私

は

い
っ
た
が

、
段
階

的

な
意

味

だ
け

で

い

っ
た

の
で
は

な

い
。

一
心

界
を

四

種
法

界

に
区

分

す

る

こ
と

は
相

対

的
世

界

に
お

い
て

の
便

宜
上

の
こ
と

で
あ

る
。

事

々
無

擬

で
あ
る

が
故

に
、

事

法
界

、
理

法

界

、
理
事

無

礫
法

界

が
成
立

す

る

の
で
あ

る
。

こ

こ

の
と

こ
ろ

が
了
悟

さ

れ

な

い
と
、
各

法

界

は
単

な
る
哲

学
的

範

疇
と
解

さ
れ

る
怖

れ
な

し
と

し

な

い
。

「
十
牛
図

」

に
お

い
て
の
第

一
図

の
尋

牛

か
ら
第

十
図

の
入
塵

垂

手

の
精
神

の
遍
歴

は
何

を
物
語

る

か
。

そ

れ
は
悟

っ
て
後
、
利

他
行

の
た

め
に
最
初

の
尋

牛

の
立

脚
点

に
立
帰

ら
ね

ば
な

ら
ぬ

こ
と
を

示
し

て

い
る

の

で
あ

る
。
段

階
的

に

い
う

な
ら

ば
事

々
無

礫

の
立
場

は
事

法
界

に
戻

ら

ね
ば
な

ら

ぬ

の
で
あ

る
。

そ

こ

で
事

法
界

は
事
法

界

と
し

て
生

き

て
く

る

の

で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

の
意

識

の
経
験

の
学

と
し
て

の

「
精
神

現
象

学

」

は
華
厳

四
種

法
界

観

で

い
え

ば
、
段

階
式

的
考
方

に
相
当
す

る
。

へ
ー

ゲ

ル

の

「
精
神

現
象

学
」

は
華

厳
経

入
法
界

品

に
お
け

る
善

財
童

子

の
求
道

の
旅

に
も
比

せ

ら

れ
る
も

の

で
、

西
洋
哲

学
思

想
史

に
お

い
て
形

而

上
学

の
大
建

築

で
あ

る
。

し

か

し
な

が
ら
主
体

性

が
真
理

で
あ

る
と

い
う
実

存

主
義

の
立
場

か

ら
、

キ

ル
ケ
ゴ

ー

ル
が

へ
ー

ゲ

ル
哲
学

を

き
び

し
く

批
判

し

た

の
は

華
厳
円

教

の
事

々
無
凝

の
思
想

か
ら
し

て
も
深

く
首
肯

さ

れ

る

と

こ
ろ

で
あ
る
。

露
伴

が
日
常
生

活

で
理
事
無

磯

の
立
場

を
肯
定

し

た

の

は
、

あ
く

ま

で
事

々
無

磯

の
思
想

を

踏
ま
え

た

そ
れ

で
あ

っ
て
、
事

々
無

擬

の
思

想

を
捨

て

た
と

い
う

の

で
は

な

い
。

三

 

事

々
無

磯

は
宗

教

的

に
は
臨

済

の

一
無
位

の
真

人

で
あ
り

、
哲
学

的

に

は
西

田
哲
学

の
行
為

的
直

観

で
あ
る

と

い
え
る
。

こ
れ
ら

は
宗

教
的

、
哲

学

的
空

間

で
の

こ
と

で
あ
る

が
、
露
伴

は
詩

的
空

間

に
お

い
て
事

々
無

凝

を
把

握
し

て

い
る
。

次

の
文

は
随
筆

集

「
遊
塵

」

の
序

文

で
彼

の
絶
筆

と

な

っ
た
も

の
で
あ

る
が

、
彼

の
文
学

や
思
想

の
巨
大

さ
を
思

わ
し

め

る
も

の
が
あ

る
。

(
前
略
)
遊
塵

は
そ
の
由

っ
て
来

る
と

こ
ろ
を
明
か
に
せ
ざ
る

の
み
な
ら
ず

、
そ

の
往

い
て
帰
す
る
と

こ
ろ
を
審

か
に
せ
ず
。

巨
な
る
も

の
は
緩

か
に
首
尾
を
察

す
べ
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き
も
、
微
な
る
も

の
に
至
っ
て
は
有
無
の
際
に
入
る
。
而
し
て
そ
の
何
に
よ
っ
て
常

に
動
き
、
何
に
よ

っ
て
且
く
止
る
か
を
弁
ぜ
ず
、
虚
空
に
於
て
浮
沈
し
上
下
し
縦
横

し
蕩
濠
し
、
松
花
の
粉
の
如
く
寒
雪
の
片
の
如
く
、
鱗
屑
の
如
く
皮
脂
の
如
く
、
霧

の
如
く
霞
の
如
く
雲
の
如
く
煙
の
如
く
、
濠
々
漠
々
其
数
百
千
万
億
那
痩
多
阿
僧
砥

計
測
す
べ
か
ら
ず
。
相
即
き
相
離
れ
、
且
遭

ひ
且
遁
れ
、
馳
駆
し
奔
突
し
、
或
は
重

畳
し
或
は
積
集
し
て
、
紛
々
混
々
、
乱
る
る
あ
っ
て
定
る
あ
る
無
し
、
而
し
て
後
に

一
帯

の
白
練
の
如
き
を
現
ず
る
の
み
。
万
象
孤
生
せ
ず
、

一
元
隻
対
し
て
成
る
、
陽

光
と
遊
塵
と
相
対
し
て
白
を
成
す
。
韓
柳
の
辞
李
杜

の
詞
、
皆
遊
塵
の
現
ず
る
と
こ

ろ
の
み
。
人
有
り
吾
が
漫
筆
雑
文
を
集
め
刊
す
、
乃
ち
題
し
て
遊
塵
と
名
つ
く
。

こ
れ

は
散
文

で
書

か
れ

た
詩

で
あ
る
。
こ
こ

で
は
書

か
れ

た
も

の
よ

り
、

書

か
れ

て

い
な

い
露
伴

の
境

地

が
重

大

で
あ

る
。

こ

れ
は
自

室

で
偶

々
見

た
光

景
を

口
授

し

た
も

の
で
あ
る

け
れ

ど
、
彼

の
求

道

の
過

程

で
消
化

し

た
思

想

が
渾
然

と

し

て
詩

に
な

っ
て

い
る
。

各

々

の
微
塵

が
相

即

き
相
離

れ

て

い
る
状
態

は

、
華
厳

の
事

々
無

磯
を

詩
的

空
間

に
定

着

し

て

い
る

よ

う

に
思

わ

れ
る
。

こ
こ
に

は
華
厳

だ
け

で

は
な

い
、
易

の
思

想
も

あ

る
。
一

元
讐

対
し

て
な
る

は
易

の
相
対

思
想

で
あ
る
。

万
象

弧
生

せ

ず
は

華
厳

の

事

々
無

磯

で
あ

る
。

易

の
相

対
思

想

に

つ

い
て
は
、
程

明
道

が

「
天
地
万

物
の
理

、
独
な

る
無

し

、
必

ず
対
有

り
。

皆

自
然

に
し

て
然

り
、
安

排
有

る

に
非

ざ
る

な
り
。

中
夜

以

て
思

ふ
毎

に
、
手

の
舞

ひ
足

の
踏
む

を
知

ら

ざ

る
な

り
」

(
近
思

録

)
と

い

っ
て

い
る

が
、
遊
塵

の
諸

相

を
み

た
露
伴

に
も

こ
う
し

た
喜

悦

が
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

禅

喜
法

悦

は
露

伴

に
あ

っ

て

は
詩
な

の
で
あ

る
。
す

な
わ

ち
禅

の
塵

々
三

昧

の
詩

的
空

間
化

で
あ
る
。

次

の

は
昭
和
初

期

に

で
た
も

の
だ
が
、
改

造
社

の
現

代

日
本

文
学
全

集
中

の

「
幸

田
露
伴

集
」
の
序

で
、
「
旧
文

の
新
刊

に
あ

ふ
。

感

ず

る
と

こ
ろ
有

り

や
。

曰
く

、
有

ら

ざ
る
如

く
な

る
も

の
無

し
。
言

は

ん
と

す

る
と

こ
ろ

無

き

や
。

曰
く

、
無

き
が
如

く

な
る
も

の
有

り
。

然

ら
ば

則
ち
試

に

一
句

を
道

へ
。

日
く

、
雲
影

は

哺
鳥
聲
裏

に
変

じ

、鳥

聲

は
遊
雲

影
外

に

去
る

、

如

是

々

々
」

と
書

い
て

い
る
。

こ
こ

で

は
自

己

の
作

品

を

遊

塵

の
現

ず

る

と

こ
ろ
と

い
っ
て

い
な

い
が
、
そ

の
底

に
般

若
的
空

観

が
あ

る
。

こ

の

序
文

も
詩

の
よ

う
な
も

の
で
あ

る
が
、
遊
塵

が
有
無

の
際

か
ら
出

た

り
入

っ
た
り

し

て

い
る
よ

う

に
、
彼

の
作

品
も
有
無

の
際

か

ら
生

じ

て
く

る

の

で
あ
る
。

す
な

わ
ち
雲

影

は
暗
鳥
聲

裏

に
変

じ
、
鳥

聲

は
遊

雲
影

外

に
去

る

が
如

く

で
あ

る
。

こ
れ

ら

は
禅

の
偶

碩

に
似

た

よ
う
な

味

が
あ

る
。

塵

に
因

み

て
禅

録

か
ら

こ

れ
を
見

て
み
よ

う
。
碧

巌
録

第
五

十
則

に

「

挙

す
、
僧

、
雲

門

に
問

ふ
、
如

何
な

る
か
是

れ
塵

々
三
昧
。

門

云
。

鉢
裏

飯

。

桶
裏

水
。

」

一
塵

に
法
界

を
尽
す

と

い
う
華

厳
思
想

が
鉢
裏

飯

。

桶
裏

水

。
で
表
白

さ
れ

て

い
る
。
鉢
と
飯

、
桶

と
水

の
相
即

相
入

で
あ

る
。

こ
れ
が
塵

々
三

昧

で
あ

る
。

と

い

っ
て
も
園

語

の
著
語

で
も
分

か
る

よ
う

に
禅

は

や

は
り
き

び
し

い
も

の
が
あ

る
。

そ

の
き

び
し

さ

の
底

に
仏

の
大

慈

大

悲

が
あ

る

の
で
あ

ろ
う

が
、
常

人

の

つ
い
て

い
け

る
も

の
で

は
な

い
。

私

は
遊
塵

の
序

の
前

半
を
省

い
た

が
、
そ

れ
を
読

む
と
春

の
よ
う

に
暖

か

な
露

伴

の
心

に
触

れ
る
よ

う
な
気

が
す
る
。

そ
れ

は
露
伴

が
万
物

の
根
底

に
春

の
よ
う

な
暖

い
も

の
す
な

わ
ち

「
仁
」
を
感

じ

て

い
た
か

ら

で
あ
る
。

大
正

元
年

十
月

に
発

表
さ

れ

た

「
ニ
コ
く

に
寄

す
」

に
次

の
よ
う

な

の

が

あ

る

。

春
か
ら
初
夏

に
か
け

て
草
木

が
新

た
に
芽

を
吹
く

、
其
芽
は
地
被

の
抵
抗
を
受
け

た
為
め
尖
端
が
皆
曲

っ
て
居

て
、
質

も
ま

た
至

っ
て
柔

軟
で
あ
る
。

見
掛
け
は
何
処

ま
で
も
可
憐

で
い
た
/
＼
し

い
が
、
其
可
憐

で

い
た
く

し

い
も
の
の
裡
に
は
、
他

日
亭

々
と
し
て
天

日
を
摩
す
る
処

の
喬
木

と
な

る
丈

の
素
質

と
潜
勢
力

と
を
蓄

へ
て

居

る
。

所
謂
外
柔
内
剛

の
も

の
で
あ
る
。
彼
等
草
木

の
種
子
は
暗

い
冷
た

い
地

の
底
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に
暗
澹
た
る

一
冬
を
過
し
、

一
陽
来
復
の
後
雨
露
の
恵
み
で
漸
く
天
賦
の
素
質
を
発

揮
し
て
、
除
う
に
殻
を
裂
き
土
を
破

っ
て
地
上
に
さ
さ
や
か
な
頭
を
撞
げ
、
初
め
て

明
る
い
日
光
を
浴
び
鮮
ら
か
な
空
気
を
呼
吸
し
て
、生

の
歓
喜
に
微
笑
む
の
で
あ
る
。

殊
更
人
が
種
子
を
下
ろ
し
た
も
の
に
し
ろ
自
然
に
生
え
た
も
の
に
し
ろ
、
又
或

は

成
長
の
後
は
悪
木
と
な
り
人
の
世
に
要
な
き
雑
草
と
な

っ
て
茂
り
出
つ
る
も
の
に
し

ろ
、
今
地
上
に
生
え
出
た
ば
か
り
の
此
新
生
物
を
発
見
し
た
時
は
誰
し
も
言
ふ
に
言

は
れ
ぬ

一
種
の
快
感
を
覚
ゆ
る
で
あ
ろ
う
。
之
れ
が
ニ
コ
/
＼
の
或

一
面
を
説
明
し

て
居
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の

ニ
コ
/
＼

は
春

に
か
ぎ

っ
た
も

の

で
は
な

い
。
樹

木

の
繁

茂
し

て

い
る
夏

に
も

、
寂

然

と
し

た
秋
冬

の
な

か
に
も

ニ
コ
/
＼

は
あ

る
。

秋

や

冬

に

は

ニ
コ
/
＼

は

植
物

の
根

に
潜

ん

で

い
る
。

画
家

が
野
菜

の
根

な

ど

を

好

ん

で
描

く

の

は

ニ
コ
/

＼

が
そ

こ

に
あ

る

か
ら

で
あ
る
。

寂

し

い
歌

の
な

か

に
も
そ

れ

が
す

ぐ
れ

た
も

の
で
あ
る

な
ら

ば
、
底

に

春

の
よ
う

な

も

の
が
き

っ
と

潜
ん

で

い
る
と

い
う

の
で
あ

る
。

一
即
多

、
多

即

一
の
華

厳

哲
学

の
抽
象

的

な

表
現

が
、
詩

的

な
具
体

性

を
以

っ
て
表
現

さ

れ
て

い

る
。

万
物

を
育

て
る

力
そ

の
も

の

に
対

す

る
深

い
直

観

が
あ

る
。

そ

の
力

が

ニ

コ
/
＼

で
あ
る
。

そ

の
力

と

は
何

か
。

そ

れ
は
霊

性

の
本

願

と
か

、

一
大

事

因
縁

と

か
、

天
地
生

々
の
気

と

か

い
う
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ

の
力

を

万
物

が
抱

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
に

は
理

よ

り

か
寧

ろ
気

に
対
す

る
露

伴

の
直

観

が
あ

る
。

詩

の
世

界

は
気

の
世

界

で
あ

る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

「

が
芭
蕉

の

「
よ

く
見

れ

ば
齊

花

咲

く
垣

根

か
な
」

を
傑
作

と

し

て

い
る

の
は
、

西
洋

哲
学

に

お
け

る
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

の
デ

ユ
ナ

ミ

ス
と

エ
ネ

ル

ゲ

ィ

ア
に
対

す

る
直
覚

に
も

相
応

す

る
も

の

が
、
僅

か
十
七

字

で
表
現

さ

れ

て

い
る

こ
と

へ
の
驚

嘆

で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

華

厳

で

い
え

ば

一
即
多

、

多

即

一
の
直

覚

で
あ

る
。

し

か
も

こ
の

こ
と

が
露

伴

の

「
遊

塵

」
序

や

「

ニ
コ
/
＼

に
寄

す
」

の
文

で
よ
く
呑

み
こ
め

る

の
で
あ
る
。

思

想

は
本
来

具
体

的

な
も

の

で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
具

体
的

な
も

の

か
ら
抽
象

的

な
も

の
で
あ

る

べ
き

で
あ

る
。

華

厳
哲
学

は
具

体
的

な
も

の

が
抽

象
化

さ
れ

て
し
ま

っ
た
も

の
で
あ

る
。

一
と
多

は
同
時
互

即

で
、
対

立

し

た
も

の
で

は
な

い
。

一
と

一
切

の
関
係

と

し

て
一

一
摂

二
切

、

一
入

二
切
ニ

一
切
摂

一
、

一
切
入

一
日

一
摂

一
、

一
入

一
四

一
切

摂

一
切

、

一

切

入

一
切
、

一
切

と

一
と

の
関

係

と
し

て
一

摂

一
入

一
ニ

摂

一
切

入

一
日

摂

一
入

一
切
四

摂

一
切

入

一
切
と

な
る
。

こ
れ
ら

の
分

類

は
巧

妙

に

で
き

て

い
る
け

れ
ど
、
具

体
性

を
欠

く
と
観

念
上

の
遊

戯
と

な

る
。
こ

れ
ら

は
事

々
無

磯
体

験

を
あ

ら

ゆ
る
角
度

か

ら
抽
象

的

に
考
察

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ

こ

で

一
と

一
切

が
露

伴

文
学

に

お

い
て
ど

の
よ
う

な
文
学

的
形
象

を

と

っ
て

い
る

か
み

て
み

た

い
。

そ

の
好
例

が
小
説

「
観
画

談
」

で
あ

る
。

こ

の
作

品

は
あ

る
大
学

生

、
そ

の

ニ
ッ
ク
ネ

ー

ム
は
大
器

晩
成
先

生

と

よ
ば

れ
て

い
る
男

が
神

経
衰

弱
に

か
か

っ
て

、
治
療

の
た

め
に
東
北

の
あ

る
山

寺

に
行

く
、

そ

こ
で

の
異
常

な
体
験

を
小

説

に
し
た
も

の
で
あ
る
。

神

経

症

の
問

題
は
今

日

の
社
会

の
重

大

問
題
と

な

っ
て

い
る
と

こ
ろ

か
ら

み
て

も

示
唆

深

い
作

品

で
あ

る
。

雨
は
恐
ろ
し
く
降

っ
て
居
る
。
恰
も
太
古
か
ら
尽
未
来
際
ま
で
大
き
な
河
の
流
が

流
れ
通
し
て
い
る
よ
う
に
雨
は
降
り
通
し
て
居
て
、
自
分
の
生
活
の
中
の
或
日
に
雨

が
降
っ
て
居
る
の
で
は
無
く
て
、
常
住
不
断
の
雨
が
降
り
通
し
て
居
る
中
に
自
分
の

短
い
生
涯
が

一
寸
挿
ま
れ
て
居
る
も
の
で
で
も
あ
る
よ
う
に
降
っ
て
居
る
。
で
、
そ

れ
が
又
気
に
な
っ
て
睡
れ
ぬ
。
鼠
が
騒
い
で
呉
れ
た
り
狗
が
吠
え
て
呉
れ
た
り
で
も

し
た
な
ら
ば
嬉
し
か
ろ
う
と
思
う
ほ
ど
、他
に
は
何
の
音
も
無

い
。住
持
も
若
僧
も
居

な

い
よ
う
に
静
か
だ
、
イ
ヤ
全
く
吾
が
五
官
の
領
す
る
世
界
に
は
居
無
い
の
だ
。
世

界
と
い
ふ
者
は
広
大
な
も
の
だ
と
日
頃
は
思

っ
て
居
た
が
今

は
何
様
だ
、
世
界

は
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た

.・
是
れ
、

ザ

ァ
ツ

と

い
う
も

の
に
過

ぎ
な

い
と
思

っ
た
り
、
又
思

ひ
反

し
て
此
の
ザ
ァ
ッ
と
い
ふ
の
が
即

ち
是
れ
世
界
な

の
だ
ナ
と
思

っ
た
り
し

て
ゐ
る
中

に
、
自
分

の
生
れ

た
時

に
初

め
て

挙

げ
た
オ
ぎ

ヤ
ア
/
＼

の
聲
も
他

人

傑
囲

地
云

っ
た

一
聲
も
、
そ
れ
か
ら
自
分
が
書
を

読

ん
だ
り
、
他

の
童

子
が
書

を
読
ん

だ
り
、
唱
歌
を

し
た
り
、
嬉
し

が

っ
て
笑

っ
た

り
、

怒

っ
て
怒
鳴

っ
た
り
、
キ
ヤ

ァ
/
＼

ガ
ン
/
＼

プ

ン
/
＼

グ

ッ
/
＼

シ
ク
/
＼

い
ろ
/
＼

な
事
を
し

て
騒
ぎ
廻

っ
た
り
し
た

二
切

の
音

聲
も
、
そ
れ

か
ら
馬

が
鳴

き

牛

が
吼
え
、
車
が

が
た

つ
き
、
気

車
が
轟
き
、
汽
船

が
浪
を
蹴
開
く

一
切

の
音
聲
も

板

の
間

へ

一
本

の
針

が
落

ち
た
幽
か
な
音
も
、
皆
残

ら
ず

一
緒
に
な

っ
て
彼

の
ザ

ァ

ツ
と

い
ふ
音

の
中

に
入

っ
て
居

る

の
だ
ナ
、
と

い
ふ
や
う

な
気
が
し

た
り
し
て
、
そ

し
て
静

か
に
諦
観
す

る
と
分

明
に
其

の

一
ツ
の
ザ

ァ
ツ
と

い
ふ
音
に

い
ろ
/
＼

の
其

等

の
音

が
確
実

に
存
し

て
居

る
こ
と
を
認
め

て
、

ア

、
然
様
だ

っ
た

か
ナ
、
な

ん
ぞ

と
思

ふ
中

に
、
何
時

か
知

ら
ず

ザ
ァ

ツ
と

い
ふ
音
も
聞

え
無

く
な
り
、
聞

く
者
も

性

が
抜
け

て
、
そ
し

て
眠
に
落

ち
た
。

雨

音

の
中

に

一
切

の
音

聲

を

聞

く

の

は

、

抽

象

的

に

は

一
即

一
切

、

一

切

即

一
で

あ

る

。

大

器

氏

の
心

理

体

験

は

悟

り

の

体

験

で

は

な

い
が

、

悟

り

に

一
歩

近

づ

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

我

が

雨

か

、

雨

が

我

か

の

心

的

状

態

に

近

づ

い

て

い
る

の

で

あ

る
。

雨

と

我

が

一
に

な

っ
た

と

き

悟

り

と

な

る

の

で
あ

る

。

大

器

氏

の

心

的

体

験

は

禅

者

の
心

理

の
原

初

的

風

景

に

近

い
も

の

が

あ

る

。

碧

巌

録

第

四

十

六

則

の
虚

堂

雨

滴

聲

の

鏡

清

が

雨

滴

に

聞

い

た

も

の

も

一
切

の

音

聲

で

あ

っ

た

。

四

鈴
木

大

拙
氏

は
英

文
禅
論

第

三
巻

で
、
華

厳
経

を
論

じ

、
法
蔵

が
事

々

無
磯
法
界
を
説
明
す
る
に
使

っ
た
十
の
有
限
数
を
西
洋
数
学
の
無
限
数
を

(
注

)

以

て
説

明
し

た
。
も

っ
と

も
法
蔵

の
使

用

し

た

有

限

数

は
無

限

を

含

蓄

し

て

い
る
も

の
で
あ

っ
た
け

れ
ど
、

法
蔵

は
西
洋
数

学

に
あ

る
よ

う
な
無

限
数

的

表
現

を
知

ら
な

か

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

田
辺
元

は

「禅

源

私
解

」

で
法
蔵

の
図
式

と
鈴

木
氏

の
図
式

と
を
比

較
し

、

こ
れ
は
単

な
る

量
的
差

別

の
問

題

に
尽

き

る

だ
け

で
な

く

、
両
者

の
世

界
観

や
存
在
論

の
質

的

な

相
違

と
な
る

と
し

た
。
従

っ
て
、
鈴

木
氏

の
図
式

に

よ
り

法
界

は
平

面

上

横

に
も

縦

に
も
無
限

に
進

み
、
10

は
数

系
列

上

の
中
間

的

一
特

殊

と
な

り
、

無

限
系
列

に
お
け

る
個

々
の
数

は

、
順
序

に
他

の
す

べ

て
を

清
浄

化

す
る

行

為
主

体

と
し

て
、
菩

薩

の
行

に
他

な

ら
な

い
と
釈

し

て

い
る
。

そ

し

て

そ

れ

は

「
愛

の
霊
交

と

し

て

の
対
自

的
協

同
態
」

「
交

互
清

浄
讃

嘆

の
解

脱
道

場
た

る
華
厳

法
界
」

を
示

す

こ
と

に
な

る
と
し

て

い
る
。

結

局

田
辺

は
事

々
無
凝

の
相

入
相

即

の
原

理

は
、
無

即
愛

と
し

て

の
絶
対
無

の
原

理

と
し

て
解
し

て

い
る

。
こ

れ
は
鈴
木

氏

の
華
厳

思
想

の
深

さ
を
浮

彫

り

に

す

る

と
同
時

に

、
田
辺

晩
年

の
哲
学

思
想

の
偉

大

さ
を
示

す

こ
と
に

な

っ

た
。
α
1
、
α
2
、
α
3

…

…

と

い
え

ば
非
常

に
抽
象

化

さ
れ

て

い
る

の

で
、

田
辺

の

い

っ
て

い
る

こ
と
も

な

か
な

か
呑

み
こ
み

に
く

い

の
で
あ

る

が
、

01
、
α
2
、
α
3
・=・…

の
各

数

は
西

田
哲

学

の
い
わ
ゆ

る
個

物

で
あ

る
。

一
と

多

の
関

係

は

元
見

し

て
単

な
る
数

的
関
係

の
よ
う

に
解

せ

ら
れ

る
か

も
知

れ
な

い
が
、

こ
れ
は
宗

教
上

、
哲
学

上

の
重
要

な
問

題
を
含

ん

で

い
る
。

す

な

わ
ち
浬

葉

と
煩
悩

、
無

限
と
有

限

、
絶
対

と
相

対
と

い
う

ぐ
あ

い
に

で
あ

る
。

こ

の
鈴
木

氏

の
華
厳

法
界

を
無

限
数

で
解

い
た

の
に
対

応
す

る
よ

う
な

も

の
が
露
伴

の
文

の
中

に
も

あ

る
。

露
伴

の
少

年
時
代

得
意

な
学

科

は
数

学

で
あ

っ
た
。

そ
う
し

た

こ
と

が
あ

っ
て

か
、
数
式

を
用

い
て

の

エ
ッ
セ
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i

も

と

こ
ろ

ど

こ
ろ
見

ら

れ

る
。
次

の

「
易

数

」
な

ど
露

伴

哲

理

に

触

れ

る

意

味

で
重

要

な

も

の

で
あ

る
。

こ

れ

は

法

界

す

な

わ

ち

存

在

の
世

界

を

易

数

で
解

い
た

も

の

で

あ

る

。

一
は
二
と
な
る
。

一
を
分
つ
も
、
二
と
な
る
な
り
。
一
の
分

る

・
も

二
と
な
る
な
り
。

之
を
分
た
ざ
る
も
、
比
の
分

れ
ざ
る
も

一
即
二
な
り
。
一
物

を
上
よ

り
看
れ
ば

一
、下

よ
り
看
れ
ば

一
、

一
即
二
と
な
る
な
り
。

一
物
を
外
よ
り

看

れ
ば

一
、

内

よ
り

看

れ
ば

一
、

一
即
ち
二
と
な
る
な
り
。

一
片
石
を
分

つ
が
如
し
。
う
は
二
と
な
る
な
り
。

ア
メ
バ

の
分
る

・
が
如

し
、

一
は
二
.と
な
る
な
り
。

一
片
石
を
分

た
ず
、

ア
メ
バ
の

分
れ
ざ
る
も
、

一
片

石
上

に
上
面
あ
り
下
面
あ
り
、

一
片
石
直

に
是

二
、

ア
メ
バ
の

内
部

あ
り
外
部

あ
り
、

う
ア
メ
バ
直
に
是
二
。

一
混
沌

の
漸

く
剖

れ
て
天
地

と
な
る

も
、

一
の
二
と
な

る
な
り
。

一
混
沌

の
未
だ
分
れ
ず
し
て
葬
蕩

た
る
も
、

一
即
二
な
。

る
な
り
。

[
生

二
、

う
即

二
、
二
を
假
に
名
づ
け
て
、
陰
と

い
ひ
、
陽
と

い
ふ
、
二

は
四
と
な
る
。

二
の
四

と
な

る
。
猶

一
の
二
と
な
る
如
し
。

二
生
四
、
二
即
四
。

四

の
八

と
な
る
、
猶

一
の
二
と
な
る
な
り
、
二

の
四
と
な
る
が
如

し

四
生
,八
、四
即
八
。
八
を
假

に
名
づ
け
て
、
乾
と

い
ひ
、
坤

と

い
ひ
、
震
と

い
ひ
巽

と
い
ひ
、
炊
と

い
ひ
、
離
と

い
ひ
、
艮

と

い
ひ
、
党

と

い
ふ
。
八

は
十
六
と
な
り
、

十

六
は
三
十
二
と
な

り
、
三
1,
二
は
六
十
四
と
な
る
。

八
の
六
十
四

と
な
る

に
至
る

猶

一
の
二
と
な

り
、

二
の
四
と
な
る
が
如
し
。

う八
生

六
十
」四
、
八
即
六
十
四
、
六
十

四
を
假

に
名
ず
け

て
乾
よ
り
未
済
に
至
る
の
六
十
四
卦

と
い
ふ
。
六
十
四
は
百

二
十

八
と
な
り
、
百

二
十
八

は
二
百
五
十
六
と
な
り
、
漸
く
に
し
て
四
千
九
十
六
と
な
る
。

六
十
四
生
四
千
九
十
六
、
六
十
四
即
四
千
九
十
六
。
四
千
九
十
六
を
假

に
名
ず

け
て

六
十
四
卦

の
六
十
四
卦

と
す
。
漢

の
焦
氏
の
易
林

は
刻
苦
し
て
四
千
九
十
六
の
状
を

説
け
る

の
み
。

(中
略
)

一
即
八
、
八
即
六
十
四
な
る
が
故
に

一
即
六
十
四

な
り
。

こ
こ
を
以

て

一
即
四
千
九
十
六
、

一
即

一
千
六
百
七
十
七
万
七
千
二
百
十
六
、

一
即

想
数
、

一
即
超
想
数
な
り
。

一
即
超
想
数

に
し
て
、
超
想
数
即

一
な
り
。

(中
略

)

易

は
陰
陽

に
尽
く
、
而
し

て
陰
陽
に
尽
き
ず
。
八
卦

に
尽
く
、
而
し
て
八
卦

に
尽
き

ず
。
六
十
四
卦

に
尽
く
、
而
し

て
六
十
四
卦
に
尽
き
ず
。
四
千
九
十
六
状

に
尽
く
、

而
し
て
実
数

の
有

る
所

に
尽
き
ず
。
想
数
の
有

る
と
こ
ろ

の
状
に
尽
き
ず
。
超
想
数

状

即

一
、

一
即
超
想
数
状
。
是

の
如
く
に
し
て
易

は
是
活
溌

々
地
、
円
満

々
了
、
在

ら
ざ
る
と
こ
ろ
無
く
、
有

せ
ざ
る
と
こ
ろ
無

し
。

こ
れ

は

一
か

ら

二

、

三

、

四

、

五

、

六

、

…

が

ど

の

よ

う

に

し

て

生

じ

て
く

る

か

の
過

程

が
よ

く
説

か

れ

て

い

る
。

こ

の

「
易

数

」

は

プ

ロ
チ

ノ

ス

の

エ

マ
ナ

チ

オ

に
類

し

た

と

こ

ろ

が

あ

る
。

し

か

し

彼

の

エ

マ
ナ

チ

オ

に

は

「
即

」

が

な

い
。

こ

こ

が
露

伴

の

「易

数

」

と
相

違

す

る
。

す

な

わ

ち

一
即

二

、

二

即

四

、

四

即

十

六

、

…

一
は

二

で

あ

り

、

四

で

あ

り

、

八

で
あ

り

、

十

六

で

あ

る

。

一
な

く

し

て

二

な

く

、

一
な

く

し

て

四

な

く

、

一
な

く

し

て

八

な

く

、

一
な

く

し

て

十

六

は

な

い
。

二

、

…

十

六

と

も

に

[
を

抱

い
て

い

る

の

で

あ

る
。
「
易

は

是

活

濃

々
地

、

円

満

々

了

、

在

ら
ざ

る

と

こ

ろ

無

く

、
有

せ

ざ

る

と

こ

ろ
無

し

」

は

こ

こ
を

い
う

の

で

あ

る

。

又

こ

れ

は

華

厳

法

界

で

い
え

ば

事

々
無

凝

で

あ

る

。

鈴

木

氏

の
図

式

は

平

面

上

の
も

の

で

あ

る

が

、
露

伴

の

こ

の
文

は

立

体

的

に
造

化

の
意

志

に

も

触

れ

た

よ

う

な

も

の
に

な

っ
て

い

る
。

こ

こ

で
露

伴

は

易

数

に

つ

い

て

い

っ
た

の

で

あ

っ
て

、

何

も

華

厳

思

想

そ

の
も

の

に

触

れ

た

も

の

で

は

な

い

け

れ

ど

、

私

は

華

厳

法

界

に

つ

い

て

の
鈴

木

氏

の
図

式

性

の
正

当

性

を

露

伴

の

「
易

数

」

か

ら

も

明

ら

か

に

さ

れ

る

と

思

う

の

で

あ

る

。

又

華

厳

思

想

に

造

詣

の
深

い
露

伴

が
易

数

の
思

索

に

あ

た

っ

て
、

華

厳

的

眼

光

を

働

か

し

た

で

あ

ろ

う

と

思

う

の

で
あ

る
。

特

に
引

用

文

中

多

く

で

て

い
る

「

即

」

の
字

は

華

厳

で

の

一
即

多

、

多

即

一
の
即

と

同

じ

意

義

を

持

つ
も

の

で

仏

教

的

な

匂

い

の
す

る
も

の

で
あ

る
。

一
即

超

想

数

、

超

想

数

即

一
の
超

想

数

は

数

が

な

い
故

に

無

性

の
も

の

で

あ

る

。

一
即

無

、
無

即

一
で

あ

る

。

こ

れ

が

「
華

厳

経

性

起

品

」

で

は

次

の
よ

う

な
宗

教

的

表

現

を

と

っ
て

い
る
。

「
如

来

の
身

中

に
悉

く

一
切

衆

生

の
菩

提

心

を

発

し

、

菩

薩

の
行

を
修

し

、
等

正

覚

を

成

ず

る
を

見

る
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乃
至

一
切
衆

生

の
寂

滅
浬

藥

を
見

る

こ
と
も

、
亦

復
是

の
如

し
。

皆

愁

く

一
性

に
し

て
無

性

な

る
を
以

て

の
故

に
…

」

と
。

「
一
」

は
数
的

表

現

と
し
て

は
抽

象
的

で
あ

る
け

れ

ど
、
宗

教
的

に

は

こ

の
よ

う
な

深

い
意

味
を
持

っ
て

い
る
。

至
相

大

師

の
華

厳

一
乗
十
玄

門

に
し

ろ
、
法
蔵

の

「
妄

尽

還
源

観
」
に
お

け

る
六
観

に

し

ろ
、
「
一
」
の
体

験

か
ら
生

ま

れ

た

の
で
あ

る
。

こ
れ
な

く
し

て

は

い
か

に
精
妙

な
華

厳

教
学

も
真

の
意
義

を
持

た
な

い

の
で
あ

る
。

鈴

木
氏

は

「
正

覚

が
無

け

れ
ば
、

仏
陀
も

、

仏
教

も

、
聲

門
も

、
縁

覚

も
、
阿

羅
漢

も

、
菩

薩

も
無

い
で
あ

ろ
う

」

と

い

っ
て

い
る
が
、

正
覚

は

「
一
」

で
あ

る
。

宗
教

は

「
一
」

へ

の
帰

一
で
あ

る
。

そ
れ

で

は
露

伴

は
「
一
」

を

直
覚

し

て

い
た

で
あ

ろ
う

か
。

私

は

「
一
」
を

詩
的

に
直

覚

し

て

い
た
と
思

う
。

例

え

ば

「
仙
書

参

同

契

」
や

「
一
貫
章

義

」

の
よ

う
な

も

の
は

「
一
」

の
直
覚

な

し

で
は
書

け

な

い
の
で
あ

る
。

こ
の

「
一
」

の
直

覚

か
ら
華

厳

を
見

、

易
数

を
見

て

い
る

の
で

あ
る
。

一
は

二

と
な

り
、

二

は
四

と
な

り
、

四

は
八

と
な

る
。

こ

の
数

を
具
象

的

に

い
え
ば

、
乾

、
坤

、
震

、
巽

、
炊

、
離

、
艮

、
免

、
と

な

る
。

こ

の

八
卦

は
更

に
複
雑

に
組

み
合

わ

さ
れ

て
、事

々
無
凝

の
無

数

の
状

を
形

成

し

て

い
く

の

で
あ

る
。

彼

の
初

期

の
作

品

「
無

尽
」

で

「
我

々

の
鼻

元
思
案

で
は
昨

日
と

明
日

と

の
事

も

シ

ッ
カ

リ
と

は
解

り
ま

せ

ね
ば

、
前

世
後

世

の
事

は
姑

く

措

い
て

、
朧

気

な

が

ら
現
世

だ
け

の
因
縁

を
観

ま
す

る

に
矢

張

り
歴
然

と

因
縁

が
あ
る

よ

う

に
何

様

し

て
も
思

は
れ
ま

す

る
。

既

に
近

藤
政

次

の
話

が
非
常

に
よ

く
顕

は

れ

た
因
縁

の
引
続

き

で
す

が
、

其
因

縁

の
理
法

と

い
う

も

の
は
、
畢

尭

い
ろ

い
ろ
様

々
の
事

と
事

と
を

繋

い
で
居

る
何

だ

か
煙

り

で
出
来

て
居

る
網

の
細

い
糸

の
よ
う

な
も

の
に
誰

し
も

の

胸

に
浮

ん

で
見

え

る

の

で
す

」
。

そ

し

て

こ

の
煙

の
糸

は
経

緯

十

文
字

に

か
ら
ま

っ
て

い
る

の

で
余

程

の
智
者

で
な

い
と

そ

れ
が
分

明

で
な

い
と
露

伴

は

い

っ
て

い
る

。

こ

れ
は

華
厳

の
重

々
無

尽

の
思

想
を

ふ
ま

え

て

い
る

も

の
で
あ

る
。

そ

の
煙

の
や

う
な

糸

の

つ
な

が

り
は
、

ま
た

易
に

よ

っ
て

理

解
す

る

こ
と
も

で
き

る
。

彼

の
大

正

時
代

の
傑

作

「
運

命

」

は
最
初

、

「
数
」

と

い
う

題

で
あ

っ

た
が
、
雑

誌

編

輯
者

か
ら

、

一
般

向

き
し
な

い
と

い
う

こ
と

で
、
題
名

の

変

更

を
求

め
ら
れ

て
「
運
命

」
と

な

っ
た

乏

い
う

こ
と
で
あ

る
。
こ

の
「
運

命
」

は
網

の
目

の
や
う

な
人

間

の
歴

史
的

運
命

の
糸

を
解

き
ほ

ぐ
し

た
も

の
で
あ

る
。

こ

れ

が
人

に
大

き
な

感

動
を

与

え
た

の
は
、

芸

術
的

に
す
ぐ

れ
て

い
る

か
ら

で
あ

る

こ

と
は

い
う

ま

で
も

な

い
が
、

そ

の
底

に

あ
る
人

生

観

や
世

界
観

の
深

さ

に
よ

る

の
で
あ

る
。

そ

の
思

想

的
な

も

の
に
易

や

華
厳

が
あ

る
。

彼

の
連

環
体

小
説

と
よ

ば

れ
て

い
る
う「
風

流
微
塵

蔵
」

や

「
連
環

記
」

に
お

い
て

も

あ
る

一
事

か

ら
あ

る

一
事

へ
と
無

限

に
連

絡
し

て

い
く

人
生

の
諸

相

の
そ

の
底

に
華

厳
的

世

界
観

が
あ

る
。

露
伴

は
人

間

の
歴

史

的
運

命

が
ど

こ
か

ら
起

っ
て
く

る
か

わ

か

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

華
厳

経

に
心

は
巧

み

な

る
書

師

の
如

し

と

あ
る

が
、
実

に
人
間

の
心

は
歴

史

の
根
源

で
あ
る
。

そ

の
点

「
運

命
」

は
唯
心

縁
起

の
叙

事
詩

と

い

っ
て

も

よ
か

ろ
う
。

こ
れ

は
、

ま

た
露

伴

の
華
厳

経

で
あ

り
、易

数

で
も

あ
る
。

五

与

え

ら

れ
た

紙
数
も

す

で

に
超
過

し

て

い
る

の

で
、

最
後

に
彼

の
愛

の

思

想

に

つ
い
て
華

厳
的

観
点

か

ら
簡
単

に
触

れ
て

お

こ
う
。

華
厳
思

想

の

基

本

的
な

も

の
は

万

物

一
体

と
相

依
相

関

の
思

想

で
あ

る
。

こ

の
思

想

か

ら
当

然

で

て
く

る

の
が
、
愛

の
思
想

で
あ

る
。

釈
迦

が
菩
提
樹

下

で
内
証

を
得

た

の
も

こ

れ

で
あ

る
。

露
伴

が
愛

の
思
想

を
養

う

に
あ

た

っ
て
、
仏

教

の
慈

悲

、
儒

教

の
仁

、
道
教

の
自
然

、
基

教

の
愛
な

ど
に

よ
る
と

こ

ろ
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多

か

っ
た
が

、
華
厳

の
万

物

一
体

、

相
依
相

関

の
思
想

に
よ

っ
て
確

固

た

る
地
盤

を
得

た

の
で
あ

る
。

詩
人

的

に
は
、
彼

は
少

年
時

代
接

し

た
宋

儒

の

こ
と
ば

に
あ
る

万
物
春

意

あ

り
を
深

く
直
覚

し

て

い
た
。

さ
き

に
引
用

し

た
「
ニ
コ
ニ
コ
に
寄

す
」

な
ど

が
そ

れ
を
証

明
し

て

い
る
。
彼

が
晩
年

に
書

い
た

「
愛
」

と

い
う

エ

ッ
セ
ー
は
予

言
的

と
も

思
わ

れ
る

よ
う

な
す

ぐ
れ

た
も

の
で
あ

る
。

そ

の

最

後

の
部
分

を

あ
げ

て
全
体

の
結

び

と
し
よ
う
。

眼
を
挙

げ

て
み

れ
ば
、
花

の
ゆ

た
か

に
咲

い
て

ゐ
る

の
も
愛

の
す

が

た

だ
。

蝶

の
軽

く
舞

ふ

て
ゐ

る

の
も

小
禽

の
お
も

し

ろ
く
鳴

　

の
も
、

愛

の
す

が
た

だ
。

然

し

そ
ん
な

甘

っ
た

る

い
味

は
今

の
人

々
に
は

古

く

て
徴
く

さ

い
と

で
も

思

は
れ

て
居

る

の
で
も

あ

ら
う

か
。

い
や
/
＼

、

愛

の
乏

し

い
世

界

を
誰

が
好

い
と
す

る

で
あ

ら
う

か
。

こ
こ

に
指
摘

す

る
、
愛

の
乏

し
く

な

っ
て
行

く
世
界

が
決

し

て
幸
福

で
な

い
こ
と

を
。

又

指
摘

す

る
、
世
界

の
人

々
が
愛
を

重

ん
ぜ

ね
ば
な

ら
ぬ

こ
と

に
心

づ

く

日

の
既

に
近

づ
け

る

こ
と
を
。

(
注
)

鈴
木
大
拙

英
文
禅
論
第
三
巻

杉
平
顛
智
訳

「
華
厳
経

の
研
究
」

に
次

の
よ
う

に

あ
る
。

多
と
し

て

尽
無
尽

と
し
て
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〔
付
記

〕
儒

仏

に

つ

い
て
荒

木
博

士
よ

り
ご

示
教

を

い
た

だ

い
た
と

こ
ろ

が
あ
る
。

記

し

て
厚

く
謝
意

を

表
し

ま
す
。


